
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
の
消
長

-
方
言
会
話
体
と
文
章
体
と
の
分
化
と
統
合
-

は

　

じ

　

め

　

に

it・Il

「
一
昨
日
」
の
方
言
事
象
史
に
つ
い
て
へ
　
r
日
本
言
語
地
図
　
6
」
の
解
説

で
は
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

両
図
(
(
筆
者
注
)
　
「
1
昨
昨
日
」
と
「
l
昨
日
」
の
こ
と
)
を
通

覧
し
て
巨
視
的
な
立
以
に
立
つ
と
す
れ
ば
'
ま
ず
へ
虫
日
本
へ
九
州
西

半
に
広
い
領
域
を
占
め
る
'
オ
ト
ト
イ
'
オ
ト
テ
な
ど
の
非
破
擦
音
の

末
尾
音
節
を
持
つ
規
と
も
そ
れ
を
分
断
す
る
形
で
中
央
部
に
分
布
す
る

破
擦
音
規
と
の
対
立
が
ま
ず
目
に
つ
-
.
オ
ト
ト
イ
灯
が
古
-
'
オ
ト

∵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
'
J
-
I
月
q
二
J
・
「
=
 
'
　
　
=
　
　
　
寸

剖
o
　
(
傍
線
郡
は
、
筆
者
に
よ
る
.
以
下
へ
同
じ
。
)

こ
の
問
題
の
音
は
'
古
形
「
を
と
つ
ひ
」
の
助
詞
の
「
つ
」
と
つ
な

が
り
を
も
つ
。
古
-
は
「
つ
」
が
[
t
u
]
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
こ
の
「
つ
[
t
u
]
」
が
t
 
t
方
で
は
[
t
o
]
に
、
他
方
で
は

[
t
s
u
]
　
に
変
化
し
て
い
っ
て
現
状
が
で
き
あ
が
っ
た
t
と
い
う
こ
と

江
　
　
端
　
　
義
　
　
夫

に
な
る
。

た
だ
し
r
日
本
国
語
大
辞
典
)
に
よ
れ
ば
r
後
拭
災
j
 
r
淑
氏
物

語
L
に
「
お
と
と
ひ
」
が
あ
る
と
い
う
か
ら
へ
前
音
節
の
影
野
な
ど
か

ら
「
つ
　
[
m
l
」
が
「
と
[
t
o
]
」
に
か
わ
る
傾
向
が
'
古
-
は
近
地

地
方
で
も
行
わ
れ
た
ら
し
い
。

な
お
へ
両
図
の
作
図
に
あ
た
っ
て
は
(
併
用
処
理
)
は
行
わ
な
か
っ

た
。
オ
ト
ト
イ
'
オ
ト
ツ
イ
の
い
ず
れ
に
も
(
上
品
へ
希
へ
共
通
語

的
'
新
し
い
)
な
ど
の
い
わ
ば
標
準
語
的
で
あ
る
と
す
る
注
が
見
ら

れ
、
あ
え
て
削
除
す
る
の
は
惜
し
ま
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
併
用
地
点
の

り
I
N
川
1
J
汁
.
7
卜
∵
日
刊

ド
'
-
-
.
'
.
^
y
巾
~
引
・
.
一
女
,
¥
.
.
-
J
.
r
^
-
"
-
.
1
1
中
ト
蝣
.
-
?
蝣
-
蝣
.
:
?
…
‥
・
=

地
で
は
オ
ト
ト
イ
に
そ
の
注
が
多
-
見
ら
れ
た
。

以
上
の
解
説
で
は
'
特
に
'
傍
線
を
施
し
た
二
箇
所
の
a
、
b
が
注
目
さ

れ
る
。右

の
文
章
の
五
年
後
へ
　
l
九
七
九
年
に
中
公
新
書
の
一
冊
と
し
て
r
日
本

3
3

の
方
言
地
図
」
が
ま
と
め
ら
れ
た
o
　
そ
の
中
に
'
「
お
と
と
い
　
(
1
昨

ll



日
)
」
-
文
体
の
分
担
-
の
項
目
が
あ
る
o
こ
れ
は
野
元
菊
雄
氏
が
執
筆
さ

れ
て
い
る
.
先
の
r
日
本
言
語
地
図
6
」
の
解
説
の
内
容
を
踏
製
し
っ
つ

も
'
独
自
な
解
釈
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
野
元
氏
の
文
章
に

は
二
つ
の
特
色
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
先
の
解
説
に
お
け
る
「
オ

ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
史
的
先
後
関
係
と
全
く
反
対
の
解
釈
を
示

し
て
お
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
へ
ご
論
の
目
頭
で
'

文
献
上
古
い
形
は
「
を
と
つ
ひ
」
で
'
「
万
菓
」
に
も
出
て
い
る
。

A
r
'
地
図
で
見
る
よ
う
に
、
九
州
の
西
や
南
を
除
く
と
西
日
本
が
オ
ト

ツ
イ
で
'
ィ
東
日
本
が
オ
ト
ト
イ
と
な
っ
て
い
る
か
ら
,
央
日
本
や
九
州

S
S
打
の
オ
ト
ト
イ
の
方
か
折
し
い
こ
と
に
な
る
。

と
述
べ
ら
れ
'
琉
日
本
や
九
州
西
南
部
に
分
布
す
る
「
オ
ト
ト
イ
」
を
方
言

周
囲
論
的
な
分
布
と
は
見
な
い
と
し
て
お
ら
れ
る
。
つ
ま
り
'
野
元
氏
は
東

西
対
立
分
布
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
次
の
よ
う
に
'
相
互
乗

り
入
れ
の
状
況
を
説
明
さ
れ
た
。

東
日
本
で
は
オ
ト
ト
イ
'
西
日
本
で
は
オ
ト
ツ
イ
が
そ
れ
ぞ
れ
日
常

・
J
-
J
i
て
,
辛
;
_

1
に
り
L
t
:
i
引
リ
ー
へ
蝣
¥
-
>
-
-
)
U
-
い
り
訳
。
ー

謝
判
っ
出
と
き
の
こ
と
は
と
し
て
意
識
さ
れ
な
が
ら
、
オ
-
-
イ
の
領

域
.
(
刺
H
T
>
イ
が
'
オ
ト
ツ
イ
の
領
域
へ
オ
ト
ト
イ
が
相
互
に
授
入
し

召
叫
。
原
則
と
し
て
'
新
し
い
形
の
方
が
よ
り
上
品
と
感
じ
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
史
的
解
釈
に
つ
い

て
は
へ
傍
線
部
a
と
傍
線
部
イ
と
が
全
-
反
対
の
記
述
に
な
っ
て
い
る
点
が

問
題
と
さ
れ
る
o
又
へ
傍
線
郎
b
で
は
r
標
準
語
的
か
否
か
」
の
「
意
識
差
」
で

解
釈
し
て
い
る
の
に
対
し
て
'
ロ
で
は
そ
れ
を
'
語
の
「
文
体
の
分
担
」
と

い
う
「
文
体
差
」
で
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
点
に
も
相
逆
が
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
両
者
に
共
通
す
る
の
は
'
「
オ
ト
ト
イ
」
と
「
オ
ト
ツ
イ
」

と
の
境
界
地
帯
で
あ
る
中
部
地
方
や
'
中
国
・
四
国
・
九
州
地
方
で
、
人
々

が
ど
の
よ
う
な
言
語
意
識
に
よ
っ
て
へ
そ
れ
ら
の
二
語
を
使
い
分
け
て
い
る

か
と
い
う
点
に
関
心
を
置
い
て
お
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
r
日
本
言
語
地

図
」
に
は
'
残
念
な
が
ら
話
者
の
説
明
が
載
っ
て
い
な
い
。
私
ど
も
は
'
そ

れ
を
想
像
す
る
し
か
方
法
が
な
い
。
し
か
し
、
両
者
と
も
に
、
記
述
の
中

で
'
境
界
地
帯
に
お
け
る
人
々
の
併
用
語
形
(
併
存
事
象
)
に
つ
い
て
の
説

明
に
言
及
さ
れ
へ
そ
れ
に
基
づ
い
て
考
え
を
深
め
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。さ

て
、
対
立
す
る
二
説
に
対
し
て
'
納
得
の
い
く
第
三
の
回
答
を
提
出
す

る
た
め
に
は
'
ど
う
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
種
々
の
や
り
か
た
が
あ
ろ
う
一

が
、
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
境
界
地
帯
の
方
言
地
図
に
つ
い
　
1

て
'
年
層
別
の
分
布
を
考
察
し
、
言
語
推
移
の
様
を
客
観
的
に
説
明
す
る
こ
　
l

と
が
一
つ
の
穏
当
な
や
り
方
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
へ
当
該
語
形
の
境
界
地
符
へ
　
つ
ま
り
併
用
語
形
の
見
ら
れ
る
愛
知

県
地
方
の
方
言
に
つ
い
て
へ
以
下
で
は
'
老
年
層
と
少
年
層
と
の
方
言
分
布

を
比
較
し
'
筆
者
な
り
の
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
O

I
、
愛
知
県
地
方
の
方
言
に
お
け
る
〓
昨
日
」
の
方
言
分
布

(
こ
愛
知
県
地
方
の
方
言
に
お
け
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
分
布

図
-
に
は
'
フ
ォ
ー
ク
の
形
の
符
号
で
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
示
さ
れ
て
い
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る
.
三
虫
県
か
ら
愛
知
県
の
全
域
に
ま
で
へ
　
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
分
布
が
見
え

る
。
さ
ら
に
も
静
岡
県
の
浜
名
湖
沿
岸
に
も
こ
れ
が
あ
る
。
し
か
し
、
天
竜

川
の
東
側
に
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
o
天
竜
川
の
上
流
の
静
岡
県
側
で
は
へ

ま
だ
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
て
見
て
く
る
と
'
「
オ

ト
ツ
イ
」
は
'
西
部
か
ら
虫
部
へ
向
け
て
突
き
進
ん
で
来
て
い
る
郎
象
だ
と

い
う
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
o

さ
て
'
図
2
で
'
少
年
層
に
お
け
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
分
布
を
見
て
み

る
.
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
勢
力
は
'
決
し
て
事
t
e
て
い
な
い
。
三
疏
県
・
愛
知

県
の
隅
々
に
ま
で
へ
　
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
符
号
が
見
え
る
.
さ
ら
に
静
岡
爪
地

方
で
は
'
天
竜
川
の
東
側
に
も
'
「
オ
-
ツ
イ
」
が
分
布
し
て
い
る
.
先
の

図
1
の
老
年
層
図
で
は
'
天
竜
川
の
西
側
に
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
分
布
し
て
い

た
だ
け
で
'
川
を
嘩
見
た
東
側
に
は
そ
れ
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
と
は
へ
対

照
的
で
あ
る
こ
と
が
注
H
I
I
さ
れ
る
o
し
た
が
っ
て
へ
　
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
'
図

2
の
少
年
層
に
お
い
て
は
'
天
竜
川
を
嘩
見
て
琉
郡
に
ま
で
も
伝
播
し
て
き

て
い
る
こ
と
を
、
郎
央
と
し
て
証
明
し
た
こ
と
に
な
る
o
　
こ
れ
は
へ
ち
ょ
っ

と
し
た
発
見
で
あ
る
。
"
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
東
征
"
と
も
へ
"
「
オ
-
ツ

イ
」
の
東
進
,
と
も
言
っ
て
み
た
い
。
こ
の
点
は
'
推
定
で
は
な
く
て
も

確
実
な
言
語
推
移
の
事
実
と
し
て
、
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
二
)
愛
知
県
地
方
の
方
言
に
お
け
る
「
オ
ト
ト
イ
」
系
事
象
の
分
布

「
オ
ト
ト
イ
」
に
は
'
多
様
な
事
象
が
見
ら
れ
る
。
図
1
で
は
'
著
名
な

迎
母
音
の
同
化
が
、
尾
張
北
部
の
三
地
点
に
見
ら
れ
る
。

「
オ
ト
ト
イ
」
が
「
オ
ト
ト
ウ
エ
ー
」
　
[
o
t
o
t
o
:
]
や
「
オ
-
ト
エ
-
」

[
o
t
o
t
c
e
:
]
に
近
い
音
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
'
も
は
や
残
存
的

で
あ
り
'
ま
さ
に
名
古
屋
文
化
圏
の
中
心
地
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
'
知
多
半

島
や
瀬
戸
市
の
方
に
は
間
か
れ
な
く
な
っ
て
い
る
.

「
オ
ト
ト
イ
」
を
「
オ
ッ
ト
イ
」
と
促
音
化
す
る
邪
教
が
'
図
1
で
は
静

岡
県
の
舞
阪
で
-
地
点
に
だ
け
分
布
し
て
い
る
o
他
方
へ
図
2
の
少
年
層
で

は
'
「
オ
ッ
ト
イ
」
が
静
岡
・
愛
知
の
県
境
の
静
岡
県
側
に
見
ら
れ
る
。

≠
杜
3

r
図
説
　
静
岡
県
方
言
辞
典
」
の
「
お
と
と
い
」
の
図
に
よ
れ
ば
'
「
オ

ッ
ト
イ
」
が
静
岡
市
を
中
核
と
し
た
新
し
い
勢
力
と
し
て
'
沿
岸
か
ら
内
陸

へ
と
進
攻
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
へ
　
「
オ
ッ
ト
イ
」
は
静

岡
県
の
全
域
に
根
強
-
分
布
し
て
い
た
「
オ
ト
-
イ
」
と
併
存
す
る
形
で
'

ま
ば
ら
に
分
布
し
て
い
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
の
問
へ
'
攻
め
入
ろ
う
と
し
て

い
る
か
に
見
え
る
。
静
岡
県
下
で
は
、
古
-
か
ら
の
隆
盛
な
分
布
を
示
す
一

[
o
t
o
t
o
i
]
が
あ
り
、
碓
実
な
勢
力
と
し
て
、
所
々
で
[
o
t
o
t
s
u
i
]
が
併
存
　
1

し
て
い
る
。
ま
た
へ
　
[
o
t
o
t
o
i
]
∨
[
o
t
t
o
こ
の
縮
約
現
象
に
よ
っ
て
生
じ
　
一

た
新
郎
象
「
オ
ッ
ト
イ
」
が
興
隆
L
へ
三
事
象
が
互
い
に
せ
め
ぎ
合
い
へ
格

闘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
ぐ
隣
の
愛
知
県
で
の
「
オ
ト
ト
イ
」
系
串
象
の
分
布
状
況
で
は
'
「
オ

ッ
ト
イ
」
は
ま
だ
、
老
少
と
も
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
態
勢
に
は
な
っ
て
い
な

い
。
し
か
し
'
「
オ
ッ
ト
イ
」
が
早
晩
へ
愛
知
県
の
方
言
を
お
び
や
か
す
時

が
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

い
ま
'
最
も
栄
え
て
い
る
の
は
'
「
オ
ト
-
イ
」
と
い
う
邪
教
で
あ
る
0

「
オ
ト
ト
イ
」
は
、
現
代
の
共
通
語
形
で
あ
る
。

図
1
に
よ
れ
ば
へ
こ
の
「
オ
ト
ト
イ
」
が
静
岡
県
を
中
心
に
も
三
河
と
知

多
半
島
と
に
分
布
し
て
い
る
。
し
か
し
'
名
古
屋
市
を
核
と
し
た
尾
張
の
平



野
郎
に
は
、
こ
れ
が
見
ら
れ
な
い
。
三
缶
県
側
に
も
'
「
オ
ト
ト
イ
」
は
柿

で
あ
る
。
「
オ
ト
ト
イ
」
よ
り
も
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
方
が
盛
ん
な
の
で
あ

る
。図

2
の
少
年
層
に
お
け
る
「
オ
ト
ト
イ
」
は
へ
　
そ
の
分
布
が
、
尾
張
地
方

の
全
域
に
見
ら
れ
る
o
ま
た
へ
　
「
オ
ト
ト
イ
」
は
、
木
曽
川
・
長
良
川
を
越

え
て
西
の
方
に
ま
で
進
攻
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
「
オ
ト
ト
イ
」
の
分
布

勢
力
が
'
西
方
へ
西
方
へ
と
伸
び
て
い
る
様
子
が
分
か
る
。
そ
れ
と
同
時

に
、
老
年
層
で
は
三
河
地
方
で
「
オ
ト
ト
イ
」
の
分
布
が
蒋
か
っ
た
が
'
少

年
層
で
は
へ
そ
の
分
布
塁
が
増
し
た
O

「
オ
ト
テ
-
」
は
「
オ
ト
ト
イ
」
の
迎
母
音
が
相
互
同
化
を
起
こ
し
た
も

の
で
あ
る
.
こ
れ
が
三
虫
県
の
島
に
残
る
。
古
い
耶
象
が
比
較
的
自
由
に
変

化
し
'
同
化
形
の
ま
ま
残
存
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
.

さ
て
'
以
上
の
「
オ
ト
ト
イ
」
系
諸
事
象
の
分
布
状
況
の
中
で
、
最
も
注

目
す
べ
き
こ
と
は
'
図
1
に
お
け
る
「
オ
ト
ト
イ
」
の
ま
ば
ら
な
分
布
と
、

そ
れ
に
対
立
し
た
へ
図
2
の
少
年
層
に
お
け
る
「
オ
ト
ト
イ
」
の
隆
盛
な
分

布
と
に
つ
い
て
で
あ
る
.
し
か
も
、
図
2
の
少
年
層
で
は
'
「
オ
ト
ト
イ
」

が
尾
張
地
方
の
西
部
か
ら
三
重
県
に
か
け
て
へ
分
布
地
点
を
増
や
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
巨
視
的
に
見
れ
ば
'
図
1
と
図
2
に
お
け
る
「
オ
ト
ト
イ
」
の

増
加
銃
は
'
あ
ま
り
目
立
つ
ほ
ど
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'
少

し
ず
つ
で
は
あ
る
が
'
愛
知
県
の
西
郡
で
は
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
か
ら
「
オ
ト

ト
イ
」
　
へ
と
変
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
三
)
愛
知
県
地
方
の
方
言
に
お
け
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト

イ
」
の
併
存
分
布
に
つ
い
て

こ
と
ば
を
変
化
さ
せ
る
力
の
一
つ
に
'
使
用
者
の
価
値
意
識
が
あ
る
。

「
オ
ト
ト
イ
」
と
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
の
併
存
地
点
で
'
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う

な
使
用
差
を
生
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
へ
　
こ
と
ば
の
変
化
の
方
向
を
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

図
1
で
は
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
併
存
地
点
は
1
1
地
点

で
あ
る
.
音
詑
形
(
「
オ
ト
ト
ゥ
エ
ー
」
と
「
オ
ト
ト
エ
ー
」
と
「
オ
ト

チ
-
」
と
「
オ
ッ
ト
イ
」
)
は
'
「
オ
ト
ト
イ
」
の
中
に
含
め
て
考
え
ら
れ

る
.
そ
の
併
存
状
況
は
'
次
の
通
り
で
あ
る
o

(
老
年
層
図
)

15

「
オ
ト
ツ
イ
」
が
優
先
的
ま
た
は
初
回
答
で
あ
り
'
「
オ
ト
ト
イ
」
が
付

随
的
で
あ
る
地
点
=
2
地
点
。

「
オ
ト
ト
イ
」
が
優
先
的
ま
た
は
初
回
答
で
あ
り
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
付

随
的
で
あ
る
地
点
=
9
地
点
。

併
存
地
点
の
合
計
　
　
1
2
地
点
。

(
少
年
層
図
)

「
オ
ト
ツ
イ
」
が
優
先
的
ま
た
は
初
回
答
で
あ
り
'
「
オ
ト
ト
イ
」
が
付

随
的
で
あ
る
地
点
=
1
6
地
点
。

「
オ
ト
ト
イ
」
が
優
先
的
ま
た
は
初
回
答
で
あ
り
、
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
付

随
的
で
あ
る
地
点
=
1
 
0
地
点
。

併
存
地
点
の
合
計
　
　
2
6
地
点
。



こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
っ
て
次
の
二
つ
の
こ
と
が
言
え
る
。
T
つ
は
'
老
年

層
図
で
は
「
オ
ト
ト
イ
」
か
「
オ
ト
ツ
イ
」
か
の
'
畔
独
分
布
が
多
か
っ
た

の
に
対
し
て
'
少
年
層
図
で
は
、
そ
れ
ら
の
併
存
分
布
が
極
め
て
多
く
な
っ

て
い
る
と
い
う
特
徴
で
あ
る
.
少
年
層
図
で
は
'
老
年
層
図
で
よ
り
も
二
倍

以
上
の
割
合
で
'
併
存
が
目
立
つ
。
そ
れ
ほ
ど
に
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
も
隆
盛

を
保
ち
つ
つ
へ
西
方
へ
弘
布
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
二
つ
め
の
特
徴
は
'
上

記
の
併
存
状
況
の
数
字
が
表
し
て
い
る
よ
う
に
"
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
優
先
的

ま
た
は
初
回
答
で
あ
り
'
「
オ
ト
ト
イ
」
が
付
随
的
で
あ
る
。
"
よ
う
な
地

点
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
相
関
の
関
係
を
も
つ
地
点
は
'
老
年

層
が
3
地
点
で
あ
っ
た
の
に
'
少
年
層
で
は
1
 
6
地
点
に
も
増
え
て
い
る
の
で

あ
る
。
い
か
に
少
年
層
者
に
と
っ
て
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
勢
力
が
甚
大
な
も

の
で
あ
る
か
が
へ
　
知
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
'
こ
こ
で
も
へ
　
「
オ
ト
ツ
イ
」
だ

け
の
印
独
の
分
布
は
極
め
て
稀
で
あ
る
点
を
、
確
認
し
て
お
か
な
く
て
は
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
'
「
オ
ト
ト
イ
」
と
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
い
ず
れ
か
一
方

が
'
他
の
意
味
領
域
を
も
包
含
す
る
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
併
存
し
っ
つ
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
り
へ
　
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
東
へ

漸
移
し
へ
　
「
オ
ト
ト
イ
」
が
西
へ
漸
移
し
っ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
'
背
後

の
動
向
と
し
て
'
見
通
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
へ
同
じ
意
味
内
容
を
表
す
の
に
'
二
つ
の
事
象
が
並
立
し
て
い

て
は
不
都
合
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
か
。

伊
勢
市
神
戸
町
の
老
女
は
'
"
本
当
は
「
オ
ト
ツ
イ
」
か
も
知
れ
な
い
が

「
オ
ト
ト
イ
」
と
言
う
。
,
と
説
明
さ
れ
た
。
愛
知
県
と
三
虫
児
と
の
境
界

地
帯
で
は
'
「
オ
ト
ト
イ
」
の
西
進
す
る
力
が
強
い
の
で
'
こ
の
よ
う
な
興

味
深
い
コ
メ
ン
ト
が
得
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
へ
東
海
地
方
の
か
な

り
広
い
地
域
(
特
に
尾
張
・
伊
勢
)
で
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
標
準
語
だ
と
思

い
つ
つ
も
'
周
り
の
人
々
の
こ
と
ば
を
貞
似
て
「
オ
ト
ト
イ
」
を
使
用
す
る

と
い
う
人
が
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
'
三
河
地
方
の
奥
の
北
設
楽
郡
武
節
町
外
田
で
は
'
「
オ
ト
-
イ

と
オ
ト
ツ
イ
の
両
方
を
使
う
が
'
主
に
オ
ト
ト
イ
を
使
う
。
」
と
老
女
が
説

明
さ
れ
た
。
上
の
言
説
で
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
'
三
河
地
方
に
は
'
東
日
本

で
主
勢
力
を
も
つ
「
オ
ト
ト
イ
」
が
'
潜
在
的
な
基
盤
を
備
え
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

二
、
文
献
資
料
に
照
ら
し
て
み
た
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の

相
剰

先
に
へ
愛
知
県
地
方
の
方
言
分
布
に
お
け
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
　
ー

ィ
」
と
の
出
合
に
つ
い
て
分
析
し
た
o
こ
れ
と
同
じ
作
業
が
'
各
地
方
ご
と
　
l

に
可
能
で
あ
れ
ば
願
わ
し
い
o
 
L
か
し
へ
い
ま
は
そ
の
段
階
に
至
っ
て
い
な

い
。そ

こ
で
、
粗
雑
で
は
あ
る
が
'
若
干
の
文
献
を
調
査
し
t
か
つ
'
既
刊
の

方
言
地
E
B
に
も
当
た
っ
て
'
相
当
な
解
釈
へ
辿
り
若
き
た
い
と
考
え
る
.

(
I
)
現
代
日
本
の
方
言
に
お
け
る
「
オ
ー
ッ
イ
」
の
分
布
状
況

図
3
で
は
t
 
r
日
本
言
語
地
図
　
6
」
の
中
の
「
l
昨
日
」
の
図
を
基
と

し
て
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
系
と
「
オ
ト
ト
イ
」
系
と
を
見
分
け
、
そ
れ
ら
の
分

布
の
概
略
図
を
作
製
し
て
み
た
.
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ま
ず
初
め
に
、
全
日
本
に
お
け
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
方
言
分
布
状
況
に
つ

い
て
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
る
。

図
3
に
よ
れ
ば
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
は
近
機
・
中
国
・
四
国
に
著
し
い
分
布

が
見
ら
れ
へ
九
州
で
は
「
オ
ト
チ
-
」
と
い
う
形
で
究
半
域
に
そ
の
分
布

が
'
辿
ら
れ
る
。
こ
の
「
オ
ト
ツ
イ
」
は
、
岐
阜
県
・
愛
知
県
に
も
ま
ば
ら

な
分
布
が
見
ら
れ
へ
長
野
県
や
静
岡
県
へ
と
'
次
第
に
分
布
が
薄
く
な
り
つ

つ
へ
神
奈
川
県
や
干
菜
県
・
埼
玉
県
に
ま
で
続
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
八

丈
島
に
も
力
強
-
分
布
し
て
い
る
状
況
を
見
る
と
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
'
さ

ほ
ど
新
し
い
事
象
と
は
t
亭
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
な
ど
も
'
確
認
で
き

る
。で

は
'
今
日
の
西
日
本
で
極
め
て
隆
盛
な
分
布
を
見
せ
る
「
オ
ト
ツ
イ
」

は
'
一
体
へ
ど
う
い
う
経
緯
を
た
ど
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
見
へ
謎

に
包
ま
れ
た
よ
う
な
運
命
を
感
じ
さ
せ
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
に
つ
い
て
へ
不
十

分
な
が
ら
へ
身
辺
の
文
献
に
あ
た
っ
て
調
べ
て
み
た
。
そ
の
結
果
に
基
づ
い

て
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
消
長
を
'
以
下
に
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
.

(
二
)
上
代
の
文
献
に
見
出
さ
れ
る
「
を
と
つ
ひ
」
に
つ
い
て

「
オ
ト
ツ
イ
」
の
語
源
を
、
「
ヲ
ト
ツ
ヒ
」
と
註
し
た
辞
臼
が
多
い
。
た

*
H
-
w

と
え
ば
へ
大
槻
文
彦
の
r
新
訂
大
言
抱
」
に
は
'
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。

ヲ
▲
ノ
ツ
i
I

を
と
つ
ひ
　
(
名
)
一
昨
日
[
追
之
日
ノ
転
ト
云
フ
〕
又
へ
を
と
と
ひ
o

昨
日
ノ
昨
日
。
イ
ッ
サ
ク
ジ
ツ
。

注
5

さ
ら
に
、
「
新
潮
国
語
辞
典
」
に
は
'

お
と
つ
い
(
1
昨
日
)
　
(
「
辿
(
ヲ
チ
)
　
つ
E
]
」
の
転
と
い
う
)
い
っ

さ
く
じ
つ
。
前
々
日
。

と
あ
る
。
も
う
こ
れ
以
上
、
他
の
語
源
説
に
依
る
必
要
も
あ
る
ま
い
。
で

は
'
「
ヲ
チ
ッ
ヒ
」
が
'
実
際
に
存
し
た
か
と
い
う
と
ち
否
で
あ
る
。
だ
か

ら
'
上
代
の
文
献
で
は
'
「
ヲ
チ
ッ
ヒ
」
と
い
う
語
形
の
ま
ま
で
は
'
捺
し

え
て
い
な
い
.
た
だ
し
へ
　
「
遠
(
ヲ
チ
)
」
は
t
 
r
万
糞
集
」
に
お
い
て
t

へ
遠
方
(
緒
l
e
v
 
S
O
*
　
　
烹
L
.

3
2
9
9
隠
口
の
泊
瀬
の
川
の
硯
刃
に
妹
ら
は
立
た
し
こ
の
方
に
わ
れ
は

I
5
E
H
嗣

<
>
a
'
:
-
3
(
ヲ
言
一
ご
り
　
　
　
　
日
.
　
　
　
亘
.

3
9
6
2
妹
も
兄
も
若
き
児
ど
も
は
細
山
叫
に
堀
き
泣
く
ら
む
玉
梓
の
辺
を

ど
は

た

遠

み

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

r

の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
。
し
か
も
へ
　
「
ヲ
チ
」
に
助
詞
「
ツ
」
の
接
合
し
た
　
1
8

語

も

見

ら

れ

る

。

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

(
逮
(
つ
)
方
(
ヲ
チ
ッ
カ
タ
)
)

小
J
-
¥
'
-
r
l
n
 
n
 
i
-
y
m
^
Z
'
-
^
'
Z
:
.
;
.
'
-
.
.
]
　
(
n
r
刑

国
語
辞
典
j
に
よ
る
。
)

こ
う
な
る
と
へ
次
に
へ
現
代
の
「
刊
ツ
イ
」
に
転
じ
る
た
め
に
は
'
「
ヲ

刊
」
-
>
「
ヲ
〓
」
の
相
通
の
語
例
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
の
好
例
が
t
 
r
古

郡
記
j
下
巻
へ
桁
寧
天
皇
の
条
に
見
え
る
.

(
遠
方
-
彼
方
)

閑
に
畠
祁
命
も
亦
歌
垣
に
立
ち
た
ま
ひ
き
。
是
に
志
毘
臣
歌
白
ひ
け
ら

く
0

ほ
　
　
　
　
　
　
十
-
S
i
i
'
-
t

大
宮
の
　
硯
つ
端
手
　
隅
傾
け
り



と
う
た
ひ
き
。

以
上
の
例
に
よ
っ
て
へ
　
「
ヲ
チ
ッ
～
」
が
「
ヲ
ト
ツ
～
」
に
交
替
す
る
こ

と
の
蓋
然
性
が
'
確
か
め
ら
れ
た
o

次
に
へ
　
「
ヲ
ト
叫
～
」
の
「
ツ
」
は
連
体
格
助
詞
で
'
上
代
の
r
万
糞

袋
J
に
は
'
特
定
の
語
の
校
合
形
を
作
る
際
に
'
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
た
と
え
ば
そ
れ
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

1

2

0

5

「

沖

が

柑

」

へ

　

2

2

2

・

2

4

7

・

9

3

9

・

1

2

0

6

・

1

3

9

5

・

2

7

3

2

「

沖

7

T

披

」

へ

　

1

5

3

「

沖

7

T

杷

」

へ

　

1

6

2

・

2

3

4

2

・

2

4

3

7

「

沖

7

T

荘

」

へ

3

5

9

7

「

沖

7

T

白

波

」

へ

　

8

1

3

「

沖

7

T

探

江

」

へ

　

3

0

1

6

「

沖

7

T

凪

」

へ

3

8

6

7

「

沖

7

T

鳥

」

へ

　

3

0

7

9

「

沖

7

T

王

瀕

」

へ

　

3

8

・

2

1

6

5

「

上

7

T

あ
き
　
_

瀬
」
、
4
3
1
「
奥
つ
城
」
へ
　
8
7
1
・
3
0
8
9
「
遠
つ
人
」

神
」
へ
　
1
1
5
7
「
時
7
T
凪
」
へ
　
1
3
5
9
「
向
7
T
岡
」

菓
」
へ
　
1
7
8
1
「
梅
7
T
路
」

1

0

5

0

「

現

つ

2
3
0
4
「
秋
7
i

こ
れ
ら
を
見
る
と
'
必
ず
し
も
全
て
に
共
通
す
る
傾
向
で
は
な
い
け
れ
ど

も
、
「
沖
7
T
～
」
　
「
通
子
」
の
よ
う
な
の
は
'
自
然
界
(
空
間
)
や
時
間

の
造
か
な
こ
と
を
承
け
て
、
次
の
語
と
承
接
す
る
語
桃
成
法
で
'
語
の
校
合

に
参
画
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
へ
　
「
A
の
B
」
と
い
う
校
合

語
の
形
成
に
お
い
て
は
'
「
A
ツ
B
」
と
い
う
在
り
方
を
と
る
o
具
体
的
な

意
味
が
B
で
示
さ
れ
、
前
接
す
る
A
で
は
t
 
B
の
空
間
的
へ
時
間
的
へ
地
理

的
属
性
や
背
景
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
て
'
奈
良
時
代
に
は
、
「
を
と
つ
ひ
」
が
既
に
r
万
柴
袋
」
中
に
'
次

の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
。

旧
屈

1
0
1
4
前
日
も
昨
日
も
今
日
も
見
つ
れ
ど
も
明
日
さ
え
見
ま
く
欲
し
き
君

か
も

右
の
一
首
は
橘
宿
禰
文
成
　
即
ち
少
卿
の
子
な
り
(
巻

6
)の

な
り

紀
朝
臣
男
梶
の
'
詔
に
応
ふ
る
歌
一
首
へ

か

ひ

　

　

　

　

　

　

を

と

つ

ひ

3
9
2
4
山
の
峡
其
処
と
も
見
え
ず
」
堀
田
も
昨
日
も
雪
の
降
れ
れ
ば

(
平
登
都
日
)
　
(
巻
1
7
)

り

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

[

i

K

E

4
0
1
1
汝
が
恋
ふ
る
そ
の
秀
つ
鷹
は
松
田
江
の
浜
行
き
暮
し
糾
取
る
氷

ト

、

3

>

a

　

　

　

　

　

す

L

'

=
】
-
j
-
~
<
f
>
¥
-
>
'
　
古
r
*
サ
.
-
'
-
*
'
*
-
'
び
川
‖
リ
、
f
・
り
r
"
r
:
}
蝣
半
＼
古
.
I
I

に
'
羽
山
謝
叫
印
も
昨
日
も
あ
り
つ
'
近
-
あ
ら
ば
今
二
日
だ
み
遠

く
あ
ら
ば
七
日
の
苛
は
過
ぎ
め
や
・
a
t
来
な
む
わ
が
背
子
へ
態

に
な
恋
ひ
そ
よ
と
そ
'
夢
に
告
げ
つ
る
(
巻
1
7
)

以
上
三
例
の
「
を
と
つ
ひ
」
　
〓
昨
日
)
は
、
「
先
日
」
の
意
味
で
は
な
-

て
'
暦
日
を
刻
む
「
1
昨
日
」
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
'
歌
の

文
脈
か
ら
十
分
に
理
解
さ
れ
る
.
そ
れ
と
共
に
'
4
0
1
1
の
歌
に
は
'
「
七

日
の
割
引
は
」
と
あ
っ
て
'
「
を
ち
」
が
「
時
間
的
な
隔
た
り
」
と
か
へ

「
以
上
」
と
か
へ
　
「
離
れ
て
」
　
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を

も
'
示
唆
し
て
い
る
。

ま
た
へ
楠
本
進
吾
博
士
の
ご
論
考
「
奈
良
朝
及
び
そ
れ
以
前
の
国
語
の
音

抜
5声

」
に
よ
れ
ば
'
「
を
と
つ
ひ
」
は
'
[
w
o
t
o
t
u
<
I
>
i
]
　
(
を
-
平
t
 
w
o
:

と
-
乙
類
へ
　
の
登
t
 
t
6
:
　
つ
-
都
へ
　
t
u
;
　
ひ
-
甲
輔
の
日
t
 
e
i
又
は
p
i
)

で
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
発
音
の
語
が
'
巻
1
 
4
や
巻
2
0
の
防
人
歌

の
と
こ
ろ
で
は
な
く
て
、
巻
6
や
巻
1
7
に
見
ら
れ
る
点
で
'
近
故
地
方
で
の

共
通
語
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
ま
た
'
「
一
昨
日
も
昨
E
]
も
」
と
恨
用
的

な
使
い
方
で
'
歌
の
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
見
て
へ
　
「
昨
日
」
と
い
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う
語
と
同
等
の
品
性
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
.
し
た
が
っ
て
、
「
を

と
つ
ひ
」
に
'
「
卑
俗
さ
'
田
舎
ら
し
さ
'
新
奇
さ
'
古
め
か
し
さ
、
滑
稽

さ
、
上
品
さ
」
と
い
っ
た
も
の
を
、
特
別
に
意
味
付
与
す
る
必
要
は
'
な
い

で
あ
ろ
う
.
r
1
昨
日
」
を
言
い
表
す
と
き
に
'
「
を
と
つ
ひ
」
に
替
わ
る

語
が
別
に
存
在
し
て
'
そ
れ
と
の
帆
で
使
い
分
け
が
あ
っ
た
と
は
思
わ
れ
な

い
o
こ
の
当
時
の
近
機
中
央
で
の
通
用
語
と
し
て
'
「
を
と
つ
ひ
」
が
行
わ

れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
'
平
安
時
代
に
な
る
と
'
ど
う
し
て
か
'
「
を
と
つ
ひ
」
が
文
献

上
か
ら
姿
を
消
し
て
'
「
を
と
と
ひ
」
ば
か
り
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
奈
良

時
代
の
い
つ
ご
ろ
か
ら
'
「
を
と
つ
ひ
」
が
「
を
と
と
ひ
」
に
変
化
し
た
か

は
分
か
ら
な
い
。
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
へ
上
記
の
交
替
現
象
が
生
じ
た

の
か
へ
文
献
資
料
が
不
十
分
な
た
め
に
へ
継
年
的
に
辿
る
こ
と
は
で
き
に
く

い
。
た
だ
し
へ
奈
良
時
代
に
す
で
に
へ
　
「
つ
」
と
「
と
」
と
の
相
通
が
存
し

た
こ
と
は
'
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
有
坂
秀
世
博
士
は
'

サ
ー

「
古
音
推
定
の
資
料
と
し
て
の
音
相
通
例
の
価
値
」
と
い
う
ご
論
文
の
中

で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

奈
良
時
代
の
日
本
語
に
は
,
マ
R
-
f
.
マ
ソ
…
(
貝
泣
)
ツ
ガ
・
ト

0　　　　　　　　　　　　　　0

0

　

　

　

　

°

が
(
梅
)
タ
ヅ
キ
・
タ
ド
キ
(
手
若
)
ツ
㌢
・
ツ
♪
(
坪
)
の
や
う

に
'
同
じ
語
が
《
u
》
　
を
含
む
形
と
《
o
》
　
を
含
む
形
と
二
つ
の
形

で
現
れ
て
ゐ
る
例
が
相
当
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
ま
で
も
保

存
さ
れ
た
の
は
マ
ス
-
・
ト
ガ
・
タ
ヅ
キ
・
ツ
ノ
等
の
形
だ
け
で
あ
っ

て
'
他
の
一
方
は
亡
び
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
〇

一
般
に
へ
同
一
物
に
複
数
の
呼
称
が
存
し
た
と
き
へ
そ
れ
ら
に
位
相
差
が
な

い
場
合
は
'
互
い
に
戦
い
合
っ
て
'
一
方
が
消
滅
す
る
か
、
部
分
的
な
変
容

を
お
こ
す
の
が
道
理
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
へ
有
坂
博
士
の
言
説
に
従
え

ば
、
奈
良
時
代
の
文
献
に
「
を
と
と
ひ
」
が
見
出
さ
れ
て
い
な
い
の
で
へ
そ

の
当
時
、
「
を
と
つ
ひ
」
が
単
独
で
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
た
だ
し
へ
　
「
を
と
つ
ひ
」
と
「
を
と
と
ひ
」
と
は
、
《
u
》
　
と
《
o
》

の
相
通
が
可
能
な
た
め
へ
久
し
い
e
用
の
末
に
'
「
を
と
つ
ひ
」
が
「
を

と
と
ひ
」
に
交
替
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

(
≡
)
平
安
時
代
の
文
献
に
盛
ん
な
「
を
と
と
ひ
」
に
つ
い
て

先
指
の
図
3
で
は
'
「
オ
ト
ト
イ
」
が
'
東
日
本
と
九
州
と
に
大
き
く
分

か
れ
て
分
布
す
る
こ
と
が
、
看
て
取
れ
た
。
「
オ
ト
ト
イ
」
の
＼
o
i
＼
迎
母
音

が
同
化
し
て
形
成
さ
れ
た
「
オ
ト
テ
-
」
は
'
九
州
の
西
南
部
に
見
ら
れ

る
。
他
方
、
虫
日
本
の
主
に
関
虫
地
方
の
各
地
に
も
'
「
オ
ト
テ
-
」
が
分

布
し
て
い
る
。
北
海
道
に
つ
い
て
は
言
及
を
ひ
か
え
る
が
'
全
国
各
地
に

「
オ
ト
ト
イ
」
規
の
方
言
郎
象
が
分
布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
へ

相
当
に
古
い
昔
に
、
「
オ
ト
ト
イ
」
が
近
故
の
中
央
部
で
使
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
考
え
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
れ
は
'
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
へ
天
暦
五
年
(
九
五
一
)
村
上
天
皇
の
勅
に
よ
り
授
進
し
た
と

い
わ
れ
る
r
後
撰
和
歌
集
」
　
(
恋
、
8
7
3
)
　
の
詞
書
に
は
、
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
る
。

封
d
d
叫
な
ん
か
へ
り
ま
う
で
こ
し
か
ど
、
心
地
の
な
や
ま
し
く
な
ん

あ
り
つ
る

ま
た
、
天
廷
三
年
(
九
七
六
)
ご
ろ
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
r
か
げ
ろ
ふ
日
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記
」
に
は
'

み
づ
か
ら
の
'
」
柑
功
の
夜
み
た
る
夢
へ
み
ぎ
の
方
の
足
の
う
ら
に
t

を
と
こ
、
門
と
い
ふ
文
字
を
ふ
と
古
き
つ
-
れ
ば
'
お
ど
ろ
き
て
ひ
き

い
る
と
み
し
を
と
へ
ば

撃
E
S
E
s
t
i

ま
た
へ
長
徳
元
年
(
九
九
五
)
の
r
枕
草
子
」
　
(
2
9
2
段
)
に
は
'

交
野
の
少
将
も
ど
き
た
る
落
窪
の
少
将
な
ど
は
を
か
し
。
昨
夜
・

R
E
E
]
凹

」
開
副
の
夜
も
あ
り
し
か
は
こ
そ
、
そ
れ
も
を
か
し
け
れ
O
足
洗
ひ
た

る
ぞ
に
く
さ
。
き
た
な
か
り
け
ん
。

風
な
ど
の
吹
き
へ
あ
ら
あ
ら
し
き
夜
来
た
る
は
へ
た
の
も
し
く
て
'

う
れ
し
う
も
あ
り
な
ん
。

と
あ
る
o
少
将
の
行
為
に
つ
い
て
苔
か
れ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
「
を
と
と

ひ
」
は
品
性
の
低
く
な
い
語
で
あ
ろ
う
。

次
に
へ
平
安
時
代
中
期
と
さ
れ
る
r
源
氏
物
語
」
の
空
蝉
の
巻
に
も
'

「
を
と
と
ひ
」
が
見
え
る
。
密
か
に
暁
月
夜
に
'
空
蝉
と
見
ま
ち
が
え
て
訪

ね
て
し
ま
っ
た
汝
氏
に
対
し
て
'
さ
ら
に
女
房
達
が
彼
を
'
民
郎
卿
と
思
い

こ
ん
で
'
小
声
で
申
し
上
げ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
お
も
と
へ
さ
し
寄
り
て
'

「
こ
の
お
も
と
は
'
今
宵
は
'
上
に
や
さ
ぷ
ら
ひ
給
ひ
つ
る
。
一
昨
日

よ
り
腹
を
捕
み
て
へ
い
と
わ
り
な
け
れ
ば
、
下
に
侍
り
つ
る
を
'
「
人

よ
ペ

ず
く
な
な
り
」
と
て
め
L
L
か
ば
、
昨
夜
、
ま
う
の
ぼ
り
し
か
ど
、
猶

え
堪
ふ
ま
じ
-
な
ん
」
と
憂
ふ
o

ま
た
へ
平
安
後
期
の
r
和
泉
式
部
日
記
」
に
は
'

御
ら
む
じ
て
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
め
し
て
「
こ
ゝ
に
も
」
と
て
も

を
も
ふ
こ
と
な
く
て
過
ぎ
に
し
を
と
ゝ
ひ
と
昨
日
と
け
ふ
に
な
る

よ
し
も
が
な

と
お
も
ヘ
ビ
か
ひ
な
く
な
ん
。
「
猶
お
ぼ
し
め
し
た
て
」
と
あ
れ
ど
い

と
つ
つ
ま
し
う
て
'
す
が
す
が
し
う
も
お
も
ひ
た
た
ぬ
ほ
ど
は
へ
た
ゞ

う
ち
な
が
め
て
の
み
明
か
し
幕
ら
す
。

と
あ
る
。
こ
の
「
を
と
ゝ
ひ
」
の
見
え
る
歌
は
'
敦
迅
親
王
の
作
で
あ
る
。

ま
た
へ
口
語
性
の
強
い
歌
謡
で
'
平
安
末
期
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
r
梁
座

秘
抄
」
に
は
、

○
わ
か
こ
そ
は
判
引
q
叫
み
え
す
き
の
ふ
こ
す
へ
け
ふ
お
と
つ
れ
な
く

は
あ
す
の
つ
れ
つ
れ

搾
E
5
J
M
i

次
に
へ
平
安
末
期
の
窮
承
二
年
(
二
〇
七
)
～
永
久
四
年
(
〓
1

六
)
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
r
椅
語
抄
」
に
は
'

山
の
か
ひ
そ
こ
と
も
み
え
ず
宵
山
q
叫
も
'
き
の
ふ
も
け
ふ
も
ゆ
き
の

ふ
れ
れ
ば

と
あ
り
t
 
r
万
薬
袋
」
　
(
3
9
2
4
番
)
で
は
「
を
と
つ
ひ
」
と
出
て
い
た
同

じ
歌
が
'
こ
こ
で
は
「
を
と
と
ひ
」
と
改
め
て
抱
職
さ
れ
て
い
る
。
何
ら
か

の
理
由
で
、
「
を
と
と
ひ
」
の
公
共
性
の
強
さ
が
存
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え
当
然
の
こ
と
だ
が
、
平
安
時
代
末
期
の
r
前
田
本
・
黒
川
本
　
色
韮

字
規
抄
J
　
∧
治
承
四
年
(
二
八
〇
)
>
に
は
'

一
昨
日
　
ヲ
ト
,
と

の
よ
う
な
訓
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
諸
文
献
を
見
る
か
ぎ
り
'
「
を
と
と
ひ
」
ば

か
り
が
使
用
さ
れ
'
そ
れ
が
標
準
語
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
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る
。
で
は
'
同
じ
近
畿
地
方
で
'
奈
良
時
代
に
栄
え
た
「
を
と
つ
ひ
」
が
'

ど
う
し
て
文
献
上
に
現
れ
て
来
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
'
不
思
議
に

思
え
て
な
ら
な
い
。

)四
　
鎌
倉
時
代
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
の
文
献
に
見
ら
れ
る
「
を
と

nlHH

と
ひ
」
に
つ
い
て

南
北
朝
の
貞
和
二
年
二
三
四
六
)
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
慈
円

接
の
r
拾
玉
災
」
に
は
、

P
S
P
E
H
g

す
ず
む
か
な
き
の
ふ
も
け
ふ
も
∃
相
和
も
い
た
井
の
し
み
づ
野
沢
ま
つ

・

3

5

四

E

3

5

S

室
町
時
代
で
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
宣
教
師
の
残
し
た
文
献
が
客
観
的
な
記.

托
8

述
と
し
て
参
考
に
な
ろ
う
O
慶
長
八
年
(
1
六
〇
三
)
刊
の
r
日
和
辞
苔
」

-
)
ま
ヽ

V
o
t
o
t
o
i
　
ヲ
ト
ト
イ
(
一
昨
日
)
　
1
昨
日
。

と
あ
る
。
こ
の
辞
苔
に
掲
載
さ
れ
た
語
句
に
つ
い
て
は
へ
布
教
を
目
的
と
し

た
編
纂
意
図
が
'
色
濃
-
反
映
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
o
こ
の
点
に
つ
い

て
へ
巻
頭
の
解
題
で
は
次
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る
o

当
時
日
本
に
お
い
て
'
方
言
の
分
裂
に
対
し
て
京
都
語
を
標
準
語
と

す
る
規
範
意
識
が
強
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
の
で
'
イ
エ
ズ
ス
会
も
宣
教
師

の
話
し
言
葉
は
京
都
語
と
規
定
し
た
。
ま
た
へ
社
会
的
混
乱
に
反
指
し

て
敬
譲
意
識
が
高
ま
っ
て
'
礼
法
を
厳
守
す
る
世
情
で
あ
っ
た
の
で
、

そ
の
実
態
に
即
応
し
て
'
宣
教
師
は
言
韮
追
い
の
品
位
な
り
敬
譲
表
現

な
り
を
体
得
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
。

イ
エ
ズ
ス
会
の
宣
教
師
が
習
指
す
べ
き
話
し
言
炎
は
'
各
地
の
方
言
で
な

-
て
'
当
時
の
京
都
の
標
準
語
と
す
る
へ
と
定
め
ら
れ
た
と
い
う
。

・
H
o
.

そ
う
で
あ
れ
ば
'
次
の
ロ
ド
リ
ゲ
ス
の
r
日
本
犬
文
典
」
　
(
慶
長
九
年

(
〓
ハ
〇
四
)
～
十
三
年
(
T
六
〇
八
)
に
載
っ
て
い
る
文
例
へ
語
例
も
・

京
都
の
標
準
語
に
近
い
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
O

Yamabuxino quinjei couaquxite vototoino curefodoni yamabuxi

c
u
n
i
n
f
o
d
o
q
u
i
t
t
e
c
a
q
u
e
r
a
r
e
t
a
r
i
・
　
(
山
伏
の
禁
制
に
は
く
し
て
7
昨

日
の
茄
程
に
山
伏
九
人
ほ
ど
切
っ
て
懸
け
ら
れ
た
り
。
)
　
へ
2
0
重

O
Q
u
j
o
(
今
日
)
-
}
　
M
a
i
n
i
c
h
i
(
毎
日
)
-
}
　
F
i
g
o
t
o
n
i
(
日
毎

に
)
-
C
o
n
n
i
c
h
i
(
今
日
)
"
}
　
Q
u
i
n
o
(
昨
日
)
-
S
a
c
u
j
i
t
(
昨
日
)
0
)

は
陰
m
艮
(
l
昨
日
)
-
S
a
n
く
o
t
o
t
o
i
(
|
昨
昨
日
)
0
)
　
(
2
9
5
頁
)

標
準
的
な
話
し
言
丑
に
お
い
て
「
を
と
と
ひ
」
が
使
わ
れ
'
文
学
作
品
や
和

歌
の
肘
答
に
お
い
て
も
'
前
代
以
来
の
「
を
と
と
ひ
」
が
使
用
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
も
は
や
'
奈
良
時
代
の
「
を
と
つ
ひ
」
は
'
記
録
文
献
の
上
か
ら

姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
お
い
て
も
'
文
章
語
や
口
頭
語
を
生
か
し
た
文
学
作
品
に

は
'
「
お
と
と
ひ
」
し
か
出
て
き
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
へ
享
保
十
八
年

(
1
七
二
二
二
)
ご
ろ
の
浄
瑠
璃
「
源
平
布
引
瀧
」
　
(
r
浄
瑠
璃
災
」
下
)
で

は
、

め

ん

L

J

う

　

い

あ
ほ
う
雑
益
で
金
儲
し
ら
ぬ
わ
ろ
達
チ
。
あ
た
面
倒
な
去
ん
で
く
り

よ
0

あ
ふ

㌢
汗
纏
あ
遊
ん
で
一
本
ま
い
れ
。
イ
ヤ
又
馳
走
に
連
よ
り
。
地
色
ウ

F

l

沈

B

C

2

~
コ
川
副
来
ま
し
ょ
と
足
早
に
.
い
ふ
串
共
は
げ
天
窓
帰
ら
ぬ
内
と
,
フ
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f
L
で
)
　
　
　
(
S
-
v
)

シ
出
て
行
。
(
8
 
5
頁
)

の
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
文
化
六
年
二
八
〇
九
)
か
ら
文
化
九
年
二
八

一
二
)
に
な
っ
た
式
亭
三
馬
の
r
浮
世
風
呂
」
に
も
、

コ
ウ
'
お
三
昧
さ
ん
O
お
め
へ
」
咽
印
(
オ
ト
テ
ヘ
)
何
所
(
ど
こ
)

へ
行
っ
た
。

と
あ
る
。

江
戸
後
期
の
京
都
や
丹
波
の
廼
言
を
記
録
し
た
と
言
わ
れ
る
r
丹
波
通

辞
j
に
も
'

*
H
a
j
-
い
C
J
は
ん

」
咽
晩
　
畠
の
ふ
の
晩
と
云

準
s
s
n
a

さ
ら
に
明
治
四
年
(
t
八
七
l
)
　
の
仮
名
垣
敏
文
に
よ
る
r
牛
店
雑
談

安
息
楽
鍋
」
に
は
'

拐
蝪
E
r
a
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
E
S
S

風
櫨
の
注
文
な
が
ら
」
画
矧
ち
ょ
っ
-
ら
よ
り
や
し
た
ら
へ
　
外
を

と
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
'
遷
都
の
影
響
を
受
け
る
こ
と
な
-
'
鎌
倉

時
代
か
ら
明
治
時
代
に
至
る
ま
で
へ
記
録
さ
れ
た
文
献
中
に
は
'
「
を
と
と

ひ
」
だ
け
が
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
滑
稽
本
の
中
の
会
話
に
で

も
へ
　
「
を
と
と
ひ
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
奈
良
時
代
の
「
を
と
つ
ひ
」

は
'
全
く
へ
消
え
て
し
ま
っ
て
'
次
代
に
継
承
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
に
し
て
も
へ
図
3
で
見
た
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
隆
盛
な
分
布
と
文
献

上
に
そ
れ
が
記
録
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
と
の
関
係
を
、
ど
の
よ
う
に
説
明
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
地
理
的
分
布
か
ら
見
た
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
-
1
方
言
辞

典
に
照
ら
し
て
-

上
述
の
よ
う
に
t
 
r
万
糞
集
j
に
「
を
と
つ
ひ
」
が
存
し
た
の
に
'
千
年

近
-
の
問
へ
全
く
へ
文
学
や
記
録
物
か
ら
そ
の
語
が
消
え
て
し
ま
っ
た
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
'
ど
う
し
て
も
西
日
本
で
は
'
今
日
盛
ん
に
「
オ
ト
ツ

イ
」
を
使
う
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
見
な
-
て
は
な
ら
な
い
。

奈
良
時
代
の
「
を
と
つ
ひ
」
は
'
一
旦
消
滅
し
て
し
ま
い
'
近
代
に
入
っ
て

か
ら
新
し
く
「
オ
ト
ト
イ
」
か
ら
の
変
化
に
よ
っ
て
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
生

じ
へ
　
そ
れ
が
急
速
に
伝
描
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

筆
者
は
'
先
の
図
2
に
お
け
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
分
布
が
西
日
本
に
広
-

認
め
ら
れ
る
の
を
見
て
へ
　
こ
れ
は
近
代
に
な
っ
て
か
ら
へ
京
都
を
中
心
に
伝

指
し
た
結
果
だ
と
は
、
と
て
も
考
え
ら
れ
な
い
と
判
断
し
た
。
「
オ
ト
ツ

イ
」
の
分
布
が
近
畿
か
ら
四
国
へ
さ
ら
に
九
州
へ
と
、
切
れ
め
な
-
迎
挑
し

て
い
る
即
実
は
'
長
年
月
の
言
語
伝
指
の
累
積
を
知
ら
し
め
る
の
に
十
分
で

あ
る
0
　
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
分
布
の
西
端
が
九
州
の
東
半
に
見
ら
れ
る
が
'
そ

こ
で
は
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
「
オ
ト
チ
-
」
に
音
詑
L
t
土
地
ら
し
い
変
形
を

生
ん
で
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
近
代
に
な
っ
て
か
ら
の
急

速
な
伝
拓
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
は
へ
歴
史
的
な
古
文
献
や
古
記
録
に
は
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
記
録
さ

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
'
明
ら
か
に
「
オ
ト
ツ
イ
」
は
'
口
頭
語
あ

る
い
は
方
言
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
ち
が
い
な
い
。

現
に
へ
標
準
語
と
し
て
は
、
「
お
と
と
い
」
が
通
用
し
て
い
る
わ
け
で
あ
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る
。
江
戸
語
が
東
京
語
に
変
わ
る
と
き
'
関
東
地
方
に
広
-
「
お
と
と
い
」

が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
'
先
述
の
文
献
で
も
了
解
さ
れ
た
。
し
た
が
っ

て
、
史
上
に
「
を
と
と
い
」
し
か
浮
き
あ
が
っ
て
来
て
い
な
い
け
れ
ど
も
へ

筆
者
な
ど
は
'
庶
民
の
言
語
生
活
の
根
底
に
'
「
を
と
つ
い
」
が
存
し
た
と

考
え
た
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
へ
　
「
お
と
つ
い
」
を
'
ま
さ
に
誰
も
が
認
め
る
哩
吉
へ
あ
る
い
は

方
言
で
あ
る
と
知
り
つ
つ
へ
な
お
も
口
頭
語
の
生
活
に
お
い
て
へ
　
そ
の
「
お

と
つ
い
」
を
使
い
続
け
て
き
た
千
年
の
"
細
記
録
生
活
誌
"
に
つ
い
て
へ
考

え
て
み
た
い
と
思
う
.
そ
れ
は
'
地
理
的
な
広
が
り
が
'
即
ち
時
間
的
な
隔

り
で
あ
る
と
い
う
言
語
地
理
学
の
原
理
に
従
っ
て
へ
虫
日
本
か
ら
西
日
本
へ

と
'
「
お
と
つ
い
」
の
存
在
を
碓
諾
し
て
ゆ
く
作
業
と
な
る
o

O
お
と
つ
い
な
一
昨
日
。
(
贋
田
貞
吉
「
佐
渡
方
言
辞
典
」
昭
和
四

十
九
年
二
九
七
四
)
、
○
オ
ト
ト
イ
ま
た
オ
ト
ツ
イ
一
昨
日
。

(
荒
垣
秀
雄
r
北
飛
騨
の
方
言
J
昭
和
七
年
(
l
九
二
二
)
へ
○
オ
ト

ッ
イ
一
昨
日
。
(
菊
沢
季
生
r
国
語
学
論
袋
五
巻
-
古
川
町
の
方

言
」
昭
和
六
十
四
年
(
一
九
八
九
)
、
○
お
と
つ
い
　
ト
ハ
わ
る
し
.

注
1

お
と
ゝ
ひ
が
よ
し
。
(
柴
田
虎
吉
r
宮
批
言
垂
の
掃
溜
」
文
政
四
年

(
一
八
二
1
)
へ
○
オ
ト
ツ
イ
　
(
名
)
一
昨
日
0
オ
ト
ツ
イ
・
あ
ん

べ
が
わ
る
-
て
ね
と
っ
た
。
三
河
へ
盟
橋
市
松
某
町
、
碧
海
郡
桜
井

村
へ
尾
張
郡
に
も
行
は
る
。
(
黒
田
鋤
一
r
愛
知
県
方
言
染
J
昭
和
九

年
(
一
九
三
四
)
へ
○
オ
ト
ツ
ヒ
一
昨
日
。
(
加
賀
治
雄
r
尾
張
乃

方
言
」
昭
和
六
年
(
1
九
三
1
)
へ
○
を
と
つ
ひ
　
ヲ
ト
ツ
ィ
.
(
鈴

木
駈
r
雅
語
訳
解
j
文
政
三
年
(
一
八
二
〇
)
、
○
オ
ト
ツ
イ
　
お
と

と
い
。
1
昨
日
o
　
(
藤
谷
一
梅
r
滋
賀
県
方
言
調
査
続
編
j
昭
和
五
四

(
一
九
七
九
)
へ
○
オ
ト
ツ
イ
一
昨
日
。
時
に
は
オ
ト
ト
イ
と
も
云

う
。
(
新
藤
正
批
r
大
和
方
言
袋
L
昭
和
二
十
六
年
(
1
九
五
1
)
へ
○

お
と
つ
い
一
昨
日
O
紀
北
.
(
神
坂
次
郎
r
紀
州
の
方
言
」
昭
和
四

十
五
年
(
一
九
七
〇
)
へ
○
を
と
つ
い
一
昨
日
也
江
戸
で
お
と
～
い

と
な
ま
る
(
作
者
不
詳
r
浪
花
間
苔
」
文
政
二
年
(
1
八
一
九
)
ご

ろ
へ
○
お
と
ゝ
ひ
o
お
と
つ
ひ
(
安
原
貞
室
r
か
た
こ
と
」
虚
安
三
年

(
〓
ハ
五
〇
)
へ
○
お
と
つ
い
ハ
一
昨
日
(
お
と
と
い
)
な
り
(
作

者
不
詳
r
男
虫
宝
記
.
l
元
禄
六
年
　
(
〓
ハ
九
三
)
、
○
お
と
つ
い

【
o
t
o
t
/
u
i
]
回
お
と
と
い
。
元
日
。
(
禰
宜
田
電
界
r
淡
路
方
言

の
研
究
し
昭
和
六
十
一
年
(
一
九
八
六
)
、
○
お
と
つ
い
　
◎
お
と
と

い
。
一
昨
日
。
石
・
隠
・
全
部
。
お
と
ち
-
◎
出
・
全
部
。
(
広
戸

惇
・
矢
富
熊
丁
郎
r
島
根
県
方
言
辞
典
」
昭
和
三
十
八
年
(
l
九
六

三
)
へ
○
ヲ
ト
ツ
イ
【
ヲ
ト
ト
イ
]
　
T
昨
日
へ
を
と
と
ひ
.
ヲ
ト
ツ
イ

モ
ド
リ
ま
し
た
。
(
l
昨
日
帰
っ
て
来
ま
し
た
)
　
(
岡
野
久
胤
r
伊
孜

松
山
方
言
竺
昭
和
五
十
年
(
元
七
五
)
へ
○
オ
=
朝
刊
回
僧
時

1
昨
日
(
全
普
中
)
○
オ
月
と
の
言
い
か
た
も
あ
る
が
'
こ
れ
の

お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
は
、
か
-
だ
ん
に
す
-
な
い
。
固
円
梅
全
域

オ
ト
ト
イ
　
内
海
全
域
(
藤
原
与
1
　
r
瀬
戸
内
海
方
言
辞
典
J
昭
和
六

十
三
年
(
1
九
八
八
》
'
○
お
と
つ
い
　
お
と
と
い
0
　
1
昨
日
。
(
富

田
義
弘
r
下
関
の
方
言
J
昭
和
五
十
二
年
(
l
九
七
七
)

さ
て
'
以
上
の
よ
う
に
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
言
い
方
は
、
西
日
本
の
は
ば

全
域
に
見
出
さ
れ
た
。
し
か
も
へ
愛
知
県
や
岐
阜
県
な
ど
'
中
部
地
方
の
隣

接
諸
県
に
も
こ
れ
が
見
出
さ
れ
た
。
し
か
し
'
九
州
地
方
の
方
言
辞
典
に

は
'
探
索
し
え
た
文
献
が
す
-
な
か
っ
た
た
め
に
、
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
見
出
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せ
な
か
っ
た
。
他
方
へ
「
オ
ト
ト
イ
」
に
つ
い
て
は
へ
明
治
以
後
の
学
校
教

育
の
普
及
に
と
も
な
い
'
共
通
語
が
「
お
と
と
い
」
で
あ
る
と
い
う
判
断
が

定
着
し
て
'
す
で
に
早
-
か
ら
全
国
に
'
こ
れ
の
安
定
し
た
使
用
が
見
ら
れ

る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
'
愛
知
県
以
西
に
隆
盛
で
あ
っ
た
。
こ
れ

が
、
方
言
辞
典
の
中
に
は
、
は
っ
き
り
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
o
し
た

が
っ
て
へ
文
章
語
の
領
域
で
は
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
へ
話
し

こ
と
ば
の
中
で
は
'
特
に
「
方
言
」
と
し
て
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
強
く
意
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
は
'
待

遇
品
位
が
高
い
も
の
と
は
言
え
な
い
存
在
で
あ
っ
た
た
め
に
へ
晴
れ
が
ま
し

い
文
章
語
の
世
界
か
ら
は
遠
い
と
こ
ろ
で
へ
根
強
-
生
き
延
び
へ
生
き
続
け

て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め
-
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
譲
り
合
い
-

方
言
の
変
化
は
'
各
地
の
地
理
的
及
び
歴
史
的
郡
梢
に
即
し
て
独
自
の
あ

り
方
を
示
し
っ
つ
'
日
本
語
方
言
全
一
体
の
摂
理
に
嘩
っ
よ
う
に
'
行
わ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
へ
要
に
な
る
地
点
で
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
張

り
合
い
関
係
を
見
つ
め
へ
そ
れ
ら
の
解
釈
と
歴
史
的
文
献
の
結
架
と
を
総
合

し
て
'
調
和
の
あ
る
結
論
を
得
た
い
と
思
う
。

さ
て
'
先
に
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
接
触
す
る
災
日
本
で

の
要
地
の
1
つ
と
し
て
も
愛
知
県
地
方
の
「
l
昨
日
」
に
つ
い
て
へ
分
布
の

考
'
蝣
f
'

'
&
・
!
を
試
み
た
.

今
皮
は
'
中
国
地
方
で
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
が
故
し
-

ぶ
つ
か
り
合
っ
て
い
る
瀬
戸
内
海
地
方
の
老
少
の
方
言
地
図
に
つ
い
て
へ
と

.ttl;

り
あ
げ
て
み
た
い
.
藤
原
与
l
先
生
著
r
瀬
戸
内
嘩
言
語
図
巻
j
の
中
の
項

注
1

E
I
l
「
一
昨
日
」
に
つ
い
て
へ
地
図
の
解
説
苔
で
は
'
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お

ら
れ
る
。老

年
層
図
で
は
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
　
[
o
t
o
t
s
u
こ
　
と
「
オ
ト
ト
イ
」

[
o
t
o
t
o
i
]
と
が
へ
全
域
に
見
ら
れ
る
。
兵
庫
県
西
部
域
・
変
炊
県
西

部
域
・
九
州
で
は
'
「
オ
ト
ト
イ
」
が
'
や
や
優
勢
で
あ
る
o
少
年
層

図
は
'
老
年
層
図
の
に
ほ
ぼ
同
じ
状
況
を
見
せ
て
い
る
。
少
年
層
で
'

「
オ
ト
ツ
イ
」
　
[
o
t
o
t
s
u
i
]
　
の
い
き
お
い
が
、
か
な
ら
ず
L
も
'
弱
-

な
っ
て
い
な
い
。

実
際
に
r
瀬
戸
内
海
言
語
図
巻
」
の
少
年
層
図
で
、
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
分
布

を
確
認
し
て
み
て
も
も
そ
れ
は
決
し
て
'
共
通
語
の
「
オ
ト
ト
イ
」
に
負
け

て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
脚
注
を
見
る
と
、
老
年
層
図
で
'
「
オ
ト
ツ
イ
」

に
つ
い
て
へ
　
《
も
う
少
し
年
と
っ
た
人
が
言
う
》
と
説
明
し
た
の
が
四
地

点
へ
　
《
昔
は
言
っ
て
い
た
》
が
一
地
点
に
見
ら
れ
る
。
同
じ
-
'
《
古
-
か

ら
の
こ
と
ば
》
だ
と
す
る
の
が
五
地
点
に
見
ら
れ
る
o
少
年
層
図
に
つ
い

て
は
、
「
オ
ト
ツ
イ
」
を
《
お
と
な
が
言
う
》
と
す
る
の
が
二
地
点
に
見
ら

れ
た
。
両
部
象
の
隆
盛
な
分
布
状
況
と
説
明
の
文
言
か
ら
推
し
て
、
漸
戸
内

海
地
方
で
の
「
オ
ト
ツ
イ
」
は
'
共
通
語
の
「
オ
ト
ト
イ
」
と
肩
を
並
べ
て

同
等
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
の
分
布
領
域
(
近
地
・
中
国
・
四
国
・
九
州
火

半
)
を
遥
か
に
西
南
へ
出
は
ず
れ
た
地
域
に
つ
い
て
見
て
み
よ
う
。
中
本
正

江
1

智
氏
は
r
図
説
　
坑
球
語
辞
典
」
で
'
「
オ
ト
ト
イ
」
系
邪
教
に
属
す
る
誠
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餌
象
(
ウ
ト
ウ
ト
ウ
イ
系
へ
　
ス
ッ
ト
ウ
イ
系
へ
プ
ト
ウ
ト
ウ
イ
系
の
諮
邪

教
)
に
つ
い
て
の
詳
細
な
分
布
を
示
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
'
氏
は
全
日
本
の

「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
分
化
を
'
次
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て

い
る
。

乙

　

甲

*
蝣
w
o
t
o
t
u
p
i
l
w
o
t
o
t
u
O
i
l
w
o
t
o
t
s
u
'
i
-
サ
o
t
o
t
s
u
i
　
(
中
央
型
)

l
w
o
t
o
t
o
e
i
l
w
o
t
o
t
o
'
i
 
l
o
t
o
t
o
i
(
周
辺
型
)

こ
の
よ
う
な
推
定
を
な
さ
り
'
宮
古
池
間
島
の
ミ
-
カ
ナ
イ
は
w
o
t
o
t
u
p
i
よ

り
も
以
前
の
古
層
語
だ
と
さ
れ
た
。

中
本
氏
の
解
釈
は
r
日
本
言
語
地
図
j
の
現
在
の
方
言
分
布
を
客
組
祝
し

て
の
も
絵
画
的
な
と
ら
え
方
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。
ま
た
周
国
論
的
な
解
釈
と

見
な
し
て
よ
い
も
の
で
も
あ
ろ
う
。

注
1

さ
て
'
今
度
は
新
潟
県
の
　
r
糸
魚
川
言
語
地
図
」
を
解
釈
し
た
文
章
に
つ

い
て
次
に
掲
げ
よ
う
。
柴
田
武
先
生
は
'
「
解
説
編
」
の
中
で
'
当
該
地
方

o
t
o
t
E

t
＼
心
o
t
o
t
s
u
i
(
近
故
・
中
国
・
四
国
な
ど
)

′
′
¢
o
t
o
t
o
i
(
九
州
・
沖
輿
東
北
・
関
東
)

o
t
o
t
s
u
i
(
叫
)
〃
月
払
障
。
i
(
S
)

s
u
i
(
^
)

で
の
事
象
の
変
化
過
程
を
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
た
。

新
古
に
つ
い
て
の
話
者
の
説
明
を
虫
祝
し
っ
つ
'
方
言
分
布
が
て
い
ね
い
に

読
ん
で
あ
り
へ
そ
れ
ゆ
え
に
授
雑
な
図
表
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
へ
　
「
つ

い
で
に
-
」
と
し
て
、
「
お
と
と
い
」
の
全
国
分
布
の
変
化
過
程
が
掲
げ
ら

れ
て
い
る
。

そ
し
て
へ
周
国
論
的
な
解
釈
は
あ
た
ら
な
い
と
し
へ

糸
魚
川
地
方
は
'
ま
ず
西
か
ら
　
o
t
o
t
s
u
i
　
の
洗
礼
を
受
け
へ
の
ち
に

o
t
o
t
o
i
　
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
　
o
t
o
t
s
u
i
　
が
古
い
こ
と
は
'
こ
れ

が
新
潟
県
西
郡
に
散
在
L
t
佐
渡
島
に
も
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
推

定
で
き
る
。

と
論
述
さ
れ
た
。

筆
者
は
以
上
の
お
三
方
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
長
所
を
十
分
に
受
け
と
め
た

い
と
思
う
O
そ
し
て
t
 
r
日
本
言
語
地
図
」
の
解
釈
お
よ
び
野
元
菊
雄
氏
の

解
釈
な
ど
も
'
そ
れ
ぞ
れ
の
お
手
持
ち
の
資
料
を
整
理
し
た
上
で
の
個
性
的

な
言
語
学
的
解
釈
と
し
て
、
立
派
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
'
上
述
し
た
よ
う
に
'
奈
良
時
代
に
存
し
た
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
ど

う
し
て
「
オ
ト
ト
イ
」
に
先
を
越
さ
れ
て
全
国
に
伝
播
し
た
の
か
と
い
う
こ

と
や
、
そ
れ
に
伴
う
こ
と
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
へ
平
安
時
代
以
降
の
文
献
に

「
オ
ト
ツ
イ
」
が
ほ
と
ん
ど
全
く
へ
記
録
さ
れ
な
い
で
き
た
の
は
ど
う
し
て

か
t
と
い
う
こ
と
が
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
。
音
韻
変
化
の
法
則
を
適
用
し
た

図
表
の
作
製
だ
け
で
は
'
す
ま
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
と
ば
の
持
つ

屯
み
'
こ
と
ば
の
使
用
者
の
側
か
ら
の
視
点
で
'
言
語
史
の
屈
折
部
分
に
つ

い
て
光
を
当
て
た
説
明
が
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
.

そ
こ
で
へ
筆
者
は
'
不
十
分
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
へ
次
の
よ
う
な
小
考
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を
、
お
そ
る
お
そ
る
述
べ
て
み
よ
う
と
思
う
。

愛
知
県
地
方
の
方
言
の
変
化
過
程
に
つ
い
て
は
へ
私
は
次
の
よ
う
な
諸
郡

[
o
t
o
t
s
u
i
]

オ
ッ
ト
イ

[ottoi]

オ

ト

ト

イ

ー

オ

ト

ト

ウ

エ

ー

ー

オ

ト

ト

エ

ー

[
o
t
o
t
o
i
]
　
[
o
t
o
t
O
:
]
　
　
　
[
o
t
o
t
o
e
:
]

「
オ
ト
テ
-

[
〇
三
e
‥
]

キ
ノ
ー
ノ
マ
エ

[
k
i
n
〇
一
n
O
ヨ
a
e
一

/一一一一~　、　＼

キキキキキ
ンンンノ　ノ
JJ I I
オマソソ

ニ
m
ノトエノノ

ママ
エエ

ノ

ヒ

＼・_I____../

一
昨
日

象
の
派
生
関
係
を
見
出
し
て
い
る
。

さ
ら
に
'
全
国
の
「
一
昨
日
」

(
A
系
列
)
　
と
「
方
言
会
話
体
」

(
奈
良
時
代
)

の
方
言
分
布
に
つ
い
て
は
へ
　
「
文
章
体
」

(
B
系
列
)
と
の
二
方
向
の
変
化
過
程
を

想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

奈
良
時
代
に
は
'
和
歌
に
で
も
「
オ
ト
ツ
イ
」
が
詠
み
こ
ま
れ
る
程
に
'

そ
れ
は
品
性
の
高
さ
を
維
持
し
て
い
た
。
し
か
し
、
「
を
と
つ
ひ
」
が
「
を

と
つ
ひ
」
と
「
を
と
と
ひ
」
と
に
分
化
し
た
奈
良
時
代
末
期
か
ら
平
安
時
代

に
か
け
て
へ
両
事
象
問
に
使
用
上
の
厳
格
な
ち
が
い
が
生
じ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
へ
　
「
を
と
と
ひ
」
は
平
安
時
代
の
日
記
や
物
語
や
和
歌

の
中
に
も
使
わ
れ
る
「
晴
れ
」
の
語
と
さ
れ
へ
　
「
を
と
つ
い
」
は
日
館
の
話

し
こ
と
ば
の
中
で
し
か
用
い
ら
れ
な
い
「
俗
」
な
も
の
へ
　
「
蛮
」
な
も
の
と

い
う
使
い
分
け
が
な
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
へ
キ
リ
シ
タ
ン
関
係
の
召
物
に

も
'
「
オ
ト
ト
イ
」
の
み
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
語
の
受
容
で

は
'
晴
れ
が
ま
し
-
都
会
的
な
語
が
'
早
く
伝
播
す
る
と
い
う
こ
と
が
多

い
。
「
オ
ト
ト
イ
」
は
'
昭
れ
が
ま
し
い
こ
と
ば
へ
上
品
な
こ
と
ば
と
し

て
'
近
故
か
ら
東
西
の
日
本
全
土
へ
急
速
に
へ
ま
た
た
く
問
に
伝
え
ら
れ
、

全
国
に
及
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
沖
純
や
東
北
地
方
に
「
を
と
と
ひ
」

の
変
化
形
が
残
存
す
る
の
は
'
受
容
の
時
期
の
早
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
他
方
へ
　
口
こ
と
ば
と
し
て
の
「
オ
ト
ツ
イ
」
は
'
文
献
に
著
わ
さ
れ
な

い
L
t
版
本
の
印
刷
が
可
能
と
な
っ
て
も
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
を
使
用
し
て
記

録
す
る
人
は
出
て
き
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
'
明

27

治
に
な
っ
て
、
言
文
一
致
が
文
化
人
の
精
神
と
も
な

る
と
へ
　
そ
の
運
動
の
放
手
と
も
い
う
べ
き
二
光
亭
凹

速
は
'
明
治
十
九
年
に
r
浮
雲
」
　
の
中
で
'
お
勢
と

文
三
と
の
会
話
を
写
し
て
、

「
オ
ヤ
何
時
私
が
そ
ん
な
事
を
言
ま
し
た
。
」

ヲ

ト

ツ

ヒ

「
ハ
イ
一
昨
日
の
晩
い
ひ
ま
し
た
。
」



と
む
い
て
い
る
.
(
r
日
本
国
語
大
辞
典
」
の
「
お
と
つ
い
」
の
項
か
ら
の

引
用
に
依
る
.
r
二
光
亭
四
迷
全
袋
」
的
一
巻
(
(
昭
和
三
十
九
年
へ
岩
波

を

と

つ

ひ

書
店
》
　
で
も
へ
　
「
ハ
イ
l
昨
日
の
晩
い
ひ
ま
し
た
。
」
と
あ
る
.
確
認
。
)

江
戸
時
代
の
r
浮
世
風
呂
」
　
で
さ
え
へ
野
暮
な
こ
と
ば
と
し
て
の
「
オ
ト
ツ

イ
」
を
使
い
は
し
な
か
っ
た
。
や
は
り
、
粋
な
世
界
を
写
す
の
に
は
'
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
「
オ
ト
ト
イ
」
や
「
オ
ト
テ
-
」
の
方
が
好
ま
れ
た
の
で
あ

る
.
八
丈
島
や
佐
渡
島
に
も
「
オ
ト
ツ
イ
」
は
色
濃
く
分
布
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
に
は
'
東
日
本
へ
の
伝
播
速
度
が
遅
い
と
い
っ
て
も
、
江
戸
時
代

の
関
東
人
が
「
オ
ト
ツ
イ
」
を
耳
に
し
て
い
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
時
の
方
言
を
解
説
し
た
「
か
た
こ
と
」
に
'
「
オ
ト

ツ
イ
」
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

今
日
で
は
、
文
章
体
と
し
て
の
「
オ
ト
ト
イ
」
と
方
言
会
話
体
と
し
て
の

「
オ
ト
ツ
イ
」
と
い
う
区
別
は
な
く
な
っ
て
'
共
通
語
文
体
と
し
て
の
「
オ

ト
ト
イ
」
と
方
言
会
話
体
と
し
て
の
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
の
区
別
に
変
わ
っ

た
o
あ
る
地
方
で
は
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
音
域
的
な
似

か
よ
り
か
ら
'
ど
ち
ら
が
共
通
語
か
さ
え
へ
頓
着
し
な
い
人
々
も
い
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

先
の
図
2
に
お
い
て
'
少
年
層
者
が
「
オ
ト
ツ
イ
」
を
好
ん
で
使
用
し
へ

そ
の
分
布
が
東
へ
伸
び
へ
静
岡
県
地
方
へ
広
が
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

が
へ
　
こ
れ
な
ど
は
'
す
で
に
先
兵
が
八
丈
島
や
佐
渡
島
、
あ
る
い
は
北
梅
迫

に
ま
で
達
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
'
地
道
に
ゆ
っ
く
り
と
追
い
か
け
て
い
く
過

程
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

お

　

わ

　

り

　

に

愛
知
県
地
方
の
方
言
分
布
を
解
釈
す
る
つ
も
り
で
あ
っ
た
が
、
一
つ
の
地

方
は
'
全
日
本
と
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
'
い
き
お
い
へ
日
本
全
体
の
方
言

分
布
と
関
係
づ
け
て
考
え
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
ま
た
へ
　
「
1
昨
日
」
と
い

う
語
の
'
現
在
の
方
言
状
況
だ
け
か
ら
'
方
言
の
歴
史
的
推
移
を
解
釈
し
よ

う
と
思
っ
た
が
'
現
在
が
歴
史
的
現
在
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ど
う
し

て
も
'
古
い
文
献
を
渉
脱
し
な
い
で
、
も
の
を
言
う
こ
と
も
で
き
ず
'
若
干

の
文
献
調
査
を
行
っ
た
。
こ
う
し
て
共
時
的
に
'
筆
者
な
り
の
考
察
を
試
み

た
。
も
は
や
'
単
純
に
周
国
論
を
当
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
了

解
さ
れ
た
と
思
う
。
し
か
し
'
そ
れ
が
'
ま
ん
ざ
ら
不
可
能
で
は
な
い
こ
と

も
'
上
述
の
説
明
で
こ
と
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
忠
味
で
は
筆
者
の
解
釈

は
'
ど
な
た
の
説
と
も
少
し
ず
つ
只
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
へ
柴
田
武
先
生
が
「
オ
ー
ッ
イ
」
や
「
オ
ト
ト
イ
」
に
'
新
し

い
も
の
と
古
い
も
の
と
を
区
別
し
て
解
釈
さ
れ
よ
う
と
し
て
お
ら
れ
た
が
'

そ
れ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
全
国
視
野
で
論
じ
る
と
き
に
は
'
そ
れ
は
、
い

ま
少
し
再
検
討
す
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

筆
者
の
結
論
は
'
先
述
の
よ
う
に
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と

の
使
用
場
面
の
相
迫
に
よ
っ
て
話
体
差
(
文
体
差
)
が
生
じ
、
そ
れ
が
全
国

へ
の
伝
播
の
際
に
'
遅
速
の
差
を
生
ん
だ
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
へ

明
治
期
に
お
け
る
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
使
用
状
況
に
つ
い

て
へ
も
う
少
し
詳
し
く
資
料
に
当
た
っ
て
証
拠
を
E
g
l
め
な
く
て
は
い
け
な
い

が
'
そ
れ
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。
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(
注
-
)
国
立
国
語
研
究
所
編
r
日
本
言
語
地
図
」
　
(
V
o
1
.
6
・
　
大
成
省

印
刷
局
へ
一
九
七
四
年
)

(
注
2
)
徳
川
宗
賢
編
「
日
本
の
方
言
地
図
」
　
(
中
央
公
論
社
へ
　
1
九
七
九

年
)

(
注
3
)
静
岡
県
方
言
研
究
会
・
静
岡
大
学
方
言
研
究
全
編
r
図
説
　
静
岡

県
方
言
辞
典
j
　
(
書
見
古
店
へ
　
l
九
八
七
年
)

(
注
4
)
大
槻
文
彦
著
r
新
訂
大
言
海
」
　
(
冨
山
房
へ
一
九
五
六
年
)
)

(
注
5
)
久
松
沿
l
監
修
r
新
潮
国
語
辞
典
　
現
代
語
・
古
語
」
　
(
新
潮

社
へ
一
九
六
五
年
)

(
注
6
)
橋
本
進
吉
r
国
語
音
轟
史
」
　
(
岩
波
苔
店
へ
一
九
六
六
年
)

(
注
7
)
有
坂
秀
世
r
国
語
音
糾
史
の
研
究
　
増
柄
新
版
」
　
(
三
省
堂
へ
　
1

九
五
七
年
、
四
二
三
頁
)

(
往
8
)
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
稲
訳
r
邦
訳
自
衛
辞
書
」
　
(
岩
波

苔
店
へ
　
1
九
五
五
年
)

(
注
9
)
　
ロ
ド
リ
ゲ
ス
著
・
土
井
忠
生
訳
r
日
本
人
文
典
」
　
(
岩
波
胡
店
、

一
九
五
五
年
)

(
注
ー
)
名
古
屋
蓮
左
文
庫
編
r
名
古
屋
叢
聖
二
編
節
l
五
巻
」
　
(
名
古
屋

市
教
育
委
員
会
へ
　
1
九
八
六
年
)

(
往
1
 
1
)
藤
原
与
-
著
r
瀬
戸
内
海
言
語
図
巻
」
　
(
垂
只
大
学
出
版
会
へ
一

九
七
四
年
)

(
注
1
 
2
)
藤
原
与
1
著
r
瀬
戸
内
海
域
方
言
の
方
言
地
理
学
的
研
究
し
　
(
虫

京
大
学
出
版
会
へ
一
九
七
六
年
)

(
注
ー
)
中
本
正
智
著
r
図
説
琉
球
語
辞
典
j
　
(
力
富
重
層
へ
　
l
九
八
l

年
)

(
注
1
 
4
)
柴
田
武
著
r
糸
魚
川
言
語
地
図
」
　
(
上
巻
へ
秋
山
苔
店
へ
一
九
八

八
年
)

二
九
九
〇
年
十
一
月
二
十
日
)

(
捕
記
)
初
校
の
段
階
で
'
浜
田
敦
氏
の
缶
要
な
ご
論
考
(
「
お
と
と
い
」
と

「
お
と
つ
い
」
(
「
国
語
国
文
」
S
-
C
D
へ
昭
和
5
5
年
6
月
)
)
の
存
す
る
こ
と
を

見
落
と
し
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
れ
は
ど
う
し
て
も
見
逃
せ
な
い

も
の
で
あ
っ
た
。
氏
は
'
す
で
に
へ
　
「
日
本
言
語
地
図
」
や
r
日
本
の
方
言

地
図
」
の
解
釈
に
対
し
て
厳
し
い
批
判
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
氏
は
'

「
お
と
と
い
」
が
京
都
語
に
お
い
て
姿
を
消
す
理
由
を
、
次
の
よ
う
に
解
釈

さ
れ
た
。江

戸
中
期
ご
ろ
を
境
と
し
て
(
中
略
)
日
本
語
の
「
標
準
」
の
規
範
を

き
め
る
権
威
を
荷
っ
て
い
た
京
都
の
「
老
人
貴
族
」
が
没
落
す
る
と
と

も
に
へ
そ
れ
ま
で
底
流
に
あ
っ
た
へ
し
か
L
t
よ
り
多
数
の
へ
京
都
へ

牧
内
の
「
常
民
」
の
こ
と
ば
で
あ
る
「
お
と
つ
い
」
が
浮
上
し
て
'
言

わ
ば
'
京
都
へ
牧
内
「
方
言
」
の
代
表
の
位
道
を
占
め
る
に
至
っ
た
と

解
釈
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

氏
の
取
り
扱
わ
れ
た
r
捷
解
新
語
j
な
ど
を
'
私
は
'
見
て
い
な
い
が
'
扱

っ
た
資
料
の
ち
が
い
を
越
え
て
'
「
オ
ト
ツ
イ
」
と
「
オ
ト
ト
イ
」
と
の
消

長
に
'
私
の
と
か
な
り
な
似
よ
り
が
見
ら
れ
た
の
は
'
興
味
探
い
o

文
献
国
語
史
の
大
家
の
お
説
と
'
方
言
研
究
の
学
徒
の
愚
説
と
が
規
似
し

た
か
ら
と
い
っ
て
'
研
究
史
上
へ
た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
と
'
人
は
言
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
'
私
は
'
別
の
こ
と
と
心
得
て
い
る
。
即
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ち
'
こ
れ
は
へ
本
発
表
を
契
概
と
し
て
'
方
言
地
理
学
が
t
も
は
や
へ
語
の

新
古
を
の
み
論
ず
る
と
き
に
で
も
、
社
会
的
辺
川
の
視
点
を
鰯
祝
し
て
は
で

き
な
-
な
っ
た
こ
と
を
、
知
ら
し
め
た
も
の
で
あ
る
.
二
つ
の
研
究
結
災
の

部
分
的
な
1
致
は
'
学
問
の
方
法
が
異
な
る
・
G
の
の
'
必
然
的
な
一
致
と
し

て
'
注
目
す
べ
き
も
の
と
い
え
よ
う
。(

一
九
九
一
年
三
月
十
八
日
　
付
記
)




